
真
宗
学
の
近
代
化

稲
葉
秀
賢
先
生
の
学
風

幡 

谷 

明 

年
賀
気
分
も
ま
だ
醒
め
や
ら
ぬ
今
年(

昭
和
六
十
年)

の
一
月
六
日
、
稲
葉
秀
賢
先
生
は' 

突
如
、
人
生
終
焉
の
幕
を
寂
か
に
降
ろ
し
て, 

安
養
の
浄
土
に
還
帰
せ
ら
れ
た
。
年
頭
に
頂
い
た
賀
状
に
は
、
印
刷
さ
れ
た
祝
詞
の
傍
に
、

例
の
流
れ
る
よ
う
な
筆
跡
で
も
っ
て
、
「老 

生
八
十
四
歳
の
春
、
法
爾
自
然
の
念
仏
の
な
か
に
息
を
つ
か
せ
て
頂
い
て
お
り
ま
す
」
と
認
め
ら
れ
て
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
近 

年
全
く
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
後
、
御
家
族
か
ら
、
例
年
の
よ
う
に
年
末
の
自
坊
の
報
恩
講
も
無
事
お
勤
め
さ
れ
た
後' 

心
臓
発 

作
の
た
め
急
遽
暮
れ
の
二
十
八
日
に
入
院
、
養
生
せ
ら
れ
て
い
る
旨' 

御
連
絡
を
頂
い
た
が
、
先
生
の
御
逝
去
の
御
通
知
を
受
け
た
の
は 

そ
れ
か
ら
間
も
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
諸
行
無
常
の
教
言
を' 

身
に
泌
み
て
思
い
知
ら
さ
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
院
号
は
持
名
院
と
諡
ら 

れ
た
が
、
生
前
、
先
生
が
常
々
説
か
れ
て
い
た
念
持
名
号
の
語
に
依
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

先
生
の
御
生
涯
は
、
真
宗
学
の
近
代
化
に
捧
げ
尽
さ
れ
た
御
一
生
で
あ
り
、
そ
の
優
れ
て
輝
か
し
い
学
問
的
業
績
は' 

九
十
部
に
及
ぶ 

論
文' 

三
十
部
を
数
え
る
著
書
と
し
て
遺
さ
れ
た
。
そ
の
膨
大
な
業
績
を
精
読
し
て
、
そ
の
学
徳
を
讃
仰
す
る
こ
と
は
、
浅
学
菲
才
に
し 

て
不
肖
の
弟
子
で
あ
っ
た
私
ご
と
き
者
の
、
到
底
な
し
得
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
先
生
の
喜
寿
記
念
の
出
版
で
あ
る
『
真
宗
教
学
の
諸
問 

題
』
の
巻
頭
に
掲
載
せ
ら
れ
た
業
績
の
一
覧
表
に
よ
り
、
主
た
る
も
の
ゝ
中
の
ご
く 

一
部
を
読
み
返
し
、
改
め
て
御
教
授
を
賜
わ
っ
た
こ 

と
の
一
端
を
記
し
て
、
そ
の
学
恩
を
偲
ば
せ
て
頂
く
こ
と
に
し
た
い
。
そ
れ
は
、
 

余
り
に
も
か
り
そ
め
な
る
さ
ゝ
や
か
な
領
解
に
他
な
ら



な
い
こ
と
を
、
始
め
に
お
断
り
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

一

お
よ
そ' 

人
の
子
に
付
け
ら
れ
る
名
前
に
は
、
親
の
願
い
の
す
べ
て
が
こ
め
ら
れ
て
あ
り
、
生
涯
か
け
て
そ
の
願
い
を
解
き
明
か
し
具 

現
し
て
ゆ
く
の
は
、
親
の
慈
愛
に
応
え
る
子
た
る
も
の
ゝ
義
務
と
い
う
べ
き
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。
先
生
は
、
真
宗
学
の
近
代
化
と
い
う 

畢
生
の
御
仕
事
の
上
で
、
莠
賢
の
名
を
見
事
に
円
成
し
て
ゆ
か
れ
た
が
、
そ
こ
に
は
ハ
十
歳
と
い
う
御
高
齢
で
あ
り
な
が
ら
、
な
お
法
務 

の
一
切
を
引
受
け
て
、
寺
を
護
持
し
て
ゆ
か
れ
た
御
尊
父
の
御
念
力
が
あ
っ
た
こ
と
を
思
わ
ず
に
お
れ
な
い
。
そ
し
て
御
尊
父
と
先
生
の 

御
生
涯
を
そ
の
根
底
か
ら
支
え
た
住
持
力
こ
そ
は
、
阿
弥
陀
の
本
願
住
持
力
で
あ
り' 

念
持
名
号
に
他
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
 

知
性
と
信
仰
、
解
学
と
行
学
と
い
う
こ
と
は' 

宗
教
に
対
し
て
、
主
体
的
実
践
的
に
、
そ
し
て
且
つ
、
思
想
的
学
問
的
に
関
わ
る
も
の 

が
、
い
わ
ば
宿
命
的
に
背
負
わ
ね
ば
な
ら
な
い
課
題
で
あ
る
。
真
宗
教
学
と
い
う
本
質
的
意
義
を
も
っ
て
成
立
す
る
真
宗
学
に' 

近
代
的 

知
性
を
も
っ
て
関
わ
る
時
、
そ
の
問
題
は
不
可
避
の
事
柄
と
し
て
あ
る
。
殊
に
優
れ
て
近
代
的
知
性
の
持
主
で
あ
っ
た
先
生
の
場
合' 

そ 

の
課
題
を
背
負
わ
れ
る
こ
と
は
、
宿
命
的
で
あ
っ
た
と
し
か
い
い
よ
う
の
な
い
も
の
を
感
ず
る
。

年
譜
に
よ
れ
ば' 

先
生
は
学
生
時
代
、
当
時
流
行
し
て
い
た
新
カ
ン
ト
学
派
の
哲
学
に
深
い
関
心
を
寄
せ
て
、
倫
理
学
を
専
攻
せ
ら
れ 

て
い
る
が
、
『
大
谷
学
報
』
彙
報
に
よ
る
と
、

当
時
の
谷
大
の
哲
学
科
に
は
、

鈴
木
大
拙
・
鈴
木
弘
・
木
村
素
衛
・
朝
永
三
十
郎
・
木
場 

了
本
等
の
錚
錚
た
る
諸
先
生
の
名
が
連
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
倫
理
学
の
指
導
教
授
は
立
花
勝
先
生
で
あ
り' 

ゼ
ミ
で
の
テ
キ
ス
ト
は
、
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で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

ス
ピ
ノ
ザ
の
研
究
家
で
あ
っ
た
立
花
先 

生
は' 

当
時
、
文
字
通
り
の
新
進
気
鋭
の
学
者
で
あ
り
、
年
齢
的
に
は
稲
葉
先
生
と
殆
ん
ど
開
き
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
大
正
十
五
年 

の
先
生
の
卒
業
論
文
の
題
目
は
「規
範
意
識
の
研
究
」
で
あ
り
、
そ
れ
が
い
か
に
優
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
は
、
『
仏
教
研
究
』(
七
ノ
四) 

に

「
カ
ン
ト
の
図
式
性
に
就
い
て
」
と
題
し
て
・
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
本
論
文
は
、
主
と
し
て
、
ク
ル
テ
ィ
ウ
ス
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に
よ
っ
て
、
 

カ
ン
ト
の
本
文
の
厳
密
な
解
読
に
基
づ
い 

て
、
理
路
整
然
と
そ
の
問
題
の
内
容
を
解
明
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
先
生
は
、
そ
の
年' 

研
究
科
入
学
と
同
時
に
副
手
に
任
命
せ
ら
れ 

て
お
り' 

昭
和
四
年
に
は
「
カ
ン
ト
哲
学
に
於
け
る
先
験
的
自
由
に
就
い
て
」
と
い
う
論
文
を
『
大
谷
学
報
』(
九
ノ
四)

に
発
表
せ
ら
れ
、
 

更
に
引
続
い
て
『
現
代
仏
教
』
に

「宗
教
と
道
徳
と
の
関
係
——

仏
教
に
現
わ
れ
た
道
徳
的
内
容
の
一
考
察!
!

」
と
題
す
る
論
文
を
発 

表
さ
れ
て
い
る
。
先
生
の
哲
学
に
関
す
る
厳
密
な
研
究
論
文
は
先
の
ニ
編
で
あ
る
が
、
倫
理
と
宗
教
の
問
題
と
い
う
、
あ
る
意
味
で
生
涯 

一
貫
し
て
変
る
こ
と
の
な
か
っ
た
課
題
が
、
す
で
に
学
問
の
出
発
点
に
あ
っ
て
用
意
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
後
に
も
述
べ
る
よ 

う
に
、,
教
学
の
中
心
で
あ
り
根
本
で
あ
る
信
仰
を
、
教
法
の
社
会
的
歴
史
的
実
践
形
態
で
あ
る
教
団
を
通
し
て
、
世
俗
・
実
生
活
に
媒
介 

す
る
と
こ
ろ
に
、
必
然
的
に
要
請
せ
ら
れ
る
の
が
倫
理
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
先
生
の
持
論
で
あ
っ
た
。
先
生
は
、
時
代
の
思
想 

的
情
況
の
推
移
に
対
し
て
も
、
極
め
て
鋭
敏
で
あ
り
、
哲
学
関
係
で
は
、
 

殊
に
歴
史
的
現
実
と
の
思
想
的
実
践
的
な
関
わ
り
を
、
絶
対
弁 

証
法
と
い
う
独
自
な
立
場
か
ら
追
求
せ
ら
れ
た
田
辺
哲
学
に
深
く
共
鳴
せ
ら
れ
、
そ
の
影
響
を
受
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
多
分
に
あ
っ
た
と 

思
わ
れ
る
。
田
辺
哲
学
は
、
数
理
哲
学
・
歴
史
哲
学
・
宗
教
哲
学
・
芸
術
論
等
、
極
め
て
多
岐
に
わ
た
る
膨
大
な
思
想
体
系
と
し
て
構
築 

せ
ら
れ
た
こ
と
は' 

そ
れ
ら
の
一
つ
の
縮
図
で
も
あ
り
結
晶
体
で
も
あ
る
『
哲
学
入
門
』

一
部
を
垣
間
見
る
だ
け
で
も
、
充
分
知
り
得
る 

と
こ
ろ
で
あ
る
。
殊
に
、
激
動
す
る
歴
史
的
社
会
的
状
況
と
の
厳
し
い
対
決
を
通
し
て
、

ヘ
ー
ゲ
ル
の
理
性
主
義
、

マ
ル
ク
ス
の
唯
物
弁 

証
法
、
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
逆
説
弁
証
法
等
を
鋭
く
批
判
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
確
立
せ
ら
れ
た
、
絶
対
無
の
媒
介
に
よ
る
絶
対
弁
証
法
と 

い
う
独
自
な
立
場
は
、
理
性
の
七
花
ハ
裂
の
絶
対
分
裂
の
状
況
を
、
懺
悔
道
と
い
う
極
限
状
況
に
ま
で
突
き
つ
め
、
そ
れ
を
実
践
的
に
超 

越
す
る
道
を
開
示
す
る
も
の
と
し
て
注
目
せ
ら
れ
た
。
そ
こ
に
は
、
歴
史
的
現
実
と
の
思
想
的
対
決
以
上
に
、
己
れ
自
身
と
の
対
決
に
お 

い
て
微
塵
の
妥
協
も
許
さ
れ
な
か
っ
た
厳
し
い
良
心
が
、
最
後
の
最
後
ま
で
確
保
さ
れ
堅
持
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
想
起
せ
ず
に
は
お
ら
れ 

な
い
。
倫
理
学
を
学
問
の
出
発
点
と
さ
れ
た
先
生
は
、
 

田
辺
哲
学
に
深
く
共
鳴
し
、
絶
え
ず
関
心
を
寄
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
学
生
時 

代
よ
く
見
聞
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。



『
親
鸞
の
倫
理
』(

昭
和
二
十
七
年
刊)

は
、
私
自
身
も
教
室
で
聴
講
し
た
大
学
で
の
講
義
を
骨
子
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
絶
対
的
断
絶 

を
も
つ
倫
理
と
宗
教
の
関
係
に
つ
い
て
、

「倫
理
的
実
践
は
向
上
的
に
は
宗
教
に
媒
介
せ
ら
れ
、

そ
れ
故
に
ま
た
宗
教
的
信
仰
が
向
下
的 

に
は
倫
理
を
媒
介
す
る
」
こ
と
を
、
『
無
量
寿
経
』
の
唯
除
の
文
と
悲
化
段
、
及

び

『
浄
土
論
』

の
五
念
門
等
に
つ
い
て
解
明
せ
ら
れ
た 

も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
熟
読
す
れ
ば
、
そ
こ
に
田
辺
哲
学
へ
の
深
い
傾
倒
が
あ
っ
た
こ
と
を
察
知
で
き
る
が
、
先
生
の
真
宗
学
に
お
け
る 

倫
理
的
実
践
的
関
心
に
つ
い
て
は
、
後
で
ま
た
触
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

二

先
生
は
、
研
究
科
終
了
の
年
、
宗
学
院
に
入
ら
れ
、
昭
和
十
年
専
門
部
教
授
に
就
任
さ
れ
る
ま
で
の
六
年
間
、
生
涯
の
恩
師
と
尊
崇
せ 

ら
れ
た
住
田
智
見
先
生
の
下
で
、

一
意
宗
学
の
研
鑽
に
精
魂
を
傾
け
て
専
念
せ
ら
れ
た
。
こ
の
時
期
が
、
先
生
の
生
涯
に
お
い
て' 

も
っ 

と
も
充
実
し
た
輝
か
し
い
時
代
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
常
に
深
い
感
懐
を
こ
め
て
語
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
先
生
に
と
っ
て
の
ま
さ
し
く
の 

有
縁
の
師
で
あ
っ
た
住
田
先
生
は
、
成
徳
院
の
院
号
が
象
徴
す
る
よ
う
に
、
謹
厳
実
直
そ
の
も
の
ゝ
徳
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
先
生
を
知 

れ
る
方
々
が
異
口
同
音
に
語
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
両
先
生
に
お
け
る
師
弟
と
し
て
の
値
遇
が
、
深
厚
の
因
縁
の
然
ら
し
め 

る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
わ
ず
に
お
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。
近
代
に
お
け
る
伝
統
的
宗
学
の
大
成
者
と
し
て
の
住
田
先
生
の
学
風
の
特 

質
は
、
何
よ
り
も
祖
意
を
誤
り
な
く
う
か
が
お
う
と
す
る
点
に
忠
実
で
あ
る
こ
と
と
、
学
問
的
に
は
出
来
る
だ
け
奇
を
て
ら
う
こ
と
を
避 

け
、
あ
く
ま
で
も
中
立
厳
正
で
あ
る
こ
と
を
旨
と
せ
ら
れ
た
こ
と
と
の
上
に
み
ら
れ
る
。
住
田
門
下
の
逸
材
と
い
わ
れ
た
稲
葉
先
生
の
学 

風
が
、
そ
れ
を
継
承
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
言
を
俟
た
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
宗
教
的
実
存
に
お
け
る
真
宗
の
主
体
的
自
証 

が
根
本
課
題
と
さ
れ
、
そ
れ
が
す
べ
て
に
優
先
す
る
今
日
の
学
問
的
状
況
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
学
問
は
も
は
や
現
代
的
意
義
を
も 

ち
え
な
い
、
い
わ
ば
時
代
遅
れ
の
学
問
と
し
て' 

訓
詁
学
の
名
の
も
と
に
一
蹴
さ
れ
て
し
ま
い
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
宗
祖
の
著
作
の 

一
字
一
句
に
こ
め
ら
れ
た
深
い
意
味
、
あ
る
い
は
そ
の
教
学
に
お
け
る
綿
密
な
理
論
体
系
を
解
明
す
る
た
め
に
、
い
か
に
先
学
が
蘊
蓄
を



傾
け
て
攻
究
し
て
こ
ら
れ
た
か
、
ま
た
そ
の
基
礎
的
な
作
業
が
い
か
に
綿
密
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
思
え
ば
、
そ
こ
に
は
実
に
驚
く
べ
き 

も
の
が
あ
り
、
決
し
て
軽
視
あ
る
い
は
無
視
さ
れ
て
い
ゝ
筈
の
も
の
で
は
な
い
。
問
題
は
そ
の
大
い
な
る
遺
産
を' 

わ
れ
わ
れ
が
い
か
に 

謙
虚
に
受
容
れ
、
そ
れ
を
思
想
教
学
の
展
開
の
上
に
い
か
に
活
用
し
、
活
性
化
し
得
る
か
と
い
う
点
に
あ
る
。
稲
葉
先
生
の
学
問
的
課
題 

は
、
ま
さ
に
そ
こ
に
置
か
れ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
伝
統
的
宗
学
を
い
か
に
し
て
真
宗
学
と
し
て
近
代
化
す
る
か
、
そ
れ
が
先
生
の
背
負 

わ
れ
た
学
的
使
命
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
誤
り
で
な
か
ろ
う
と
思
う
。

業
績
目
録
に
よ
る
と
、
宗
学
院
時
代
に
お
け
る
先
生
の
学
問
は
、
曇
鸞
教
学
の
研
究
か
ら
始
ま
り
、
金
沢
文
庫
の
調
査
に
よ
る
善
導
教 

学
の
研
究' 

更
に
隆
寛
の
研
究
等
、
親
鸞
教
学
の
骨
子.

綱
格
の
研
究
に
専
念
せ
ら
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
れ
は
先
生
の
学
問
的
基 

礎
を
構
築
す
る
上
で
、
も
っ
と
も
恵
ま
れ
た
時
代
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
土
台
と
し
て' 

以
後
次
々
と
数
多
く
の
論
文'

者
作
が
も
の
さ
れ 

て
い
く
こ
と
に
な
る
が
、 

三
十
部
の
著
書
の
中
で
、

白
眉
と
見
る
べ
き
も
の
は
、
『
蓮
如
上
人
の
教
学
』
、
『
教
行
信
証
の
諸
問
題
』
、
『
浄 

土
文
類
聚
鈔
の
研
究
』
、
『
真
宗
概
論
』
で
あ
ろ
う
。
就
中'

『
蓮
如
上
人
の
教
学
』
は
、
壮
年
期
の
先
生
が
、
精
魂
を
傾
け
、

そ
の
も
て 

る
思
想
，
学
問
の
す
べ
て
を
駆
使
し
て
著
わ
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
先
生
に
と
っ
て
、
も
っ
と
も
輝
か
し
い
学
問
的
研
究
成
果
で
あ
り
、
 

本
書
以
後
学
界
に
お
い
て
蓮
如
教
学
の
研
究
は
殆
ん
ど
皆
無
で
あ
る
状
況
か
ら
い
っ
て
も
、
注
目
す
べ
き
も
の
と
愚
考
す
る
。

三

本
書
は' 

昭
和
二
十
四
年
四
月
に
厳
修
せ
ら
れ
た
、
真
宗
中
興
の
祖
、
蓮
如
上
人
四
百
五
十
回
忌
法
要
の
記
念
と
し
て
出
版
せ
ら
れ
た 

も
の
で
あ
る
。
本
書
の
序
言
に
よ
る
と
、
昭
和
十
九
年' 

戦
争
の
激
化
に
伴
い
、
 

学
生
は
出
陣
ま
た
は
勤
労
動
員
に
駆
り
出
さ
れ' 

学
生 

教
育
と
い
う
大
学
の
機
能
が
停
止
さ
せ
ら
れ
た
時
、
研
究
体
制
の
み
は
堅
持
す
る
と
い
う
目
的
を
も
っ
て
大
学
内
に
設
置
さ
れ
た
大
谷
教 

学
研
究
所
に
お
い
て
、
大
谷
瑩
誠
所
長
か
ら
委
嘱
せ
ら
れ
た
研
究
課
題
に
対
す
る
、
研
究
成
果
報
告
を
纏
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
私
が 

伝
え
聞
い
た
記
憶
に
誤
り
が
な
け
れ
ば
、
蓮
如
上
人
の
歴
史
的
研
究
が
併
行
し
て
企
画
さ
れ
た
筈
で
あ
る
が
、
そ
の
部
門
は
成
果
が
発
表



さ
れ
な
い
ま
ゝ
に
終
っ
て
、
本
書
が
唯
一
の
研
究
成
果
と
し
て
公
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
思
う
。
尚' 

研
究
所
の
教
学
叢
書
と
し
て
、
 

鈴
木
大
拙
先
生
の
『
日
本
的
霊
性
的
自
覚
』
、

金
子
大
栄
先
生
の
『
仏
道
史
観
』
が
刊
行
さ
れ
た
こ
と
、

真
理
へ
の
道
は
一
か
多
か
を
め 

ぐ
っ
て
鈴
木
先
生
と
曾
我
先
生
の
間
に
激
論
が
か
わ
さ
れ
た
こ
と
、
鈴
木
先
生
が
当
時
す
で
に
敗
戦
を
予
告
さ
れ
て
い
た
こ
と
等
、
当
時 

見
聞
し
た
こ
と
を
改
め
て
想
い
起
す
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
時
代
状
況
の
下
で
、
蓮
如
教
学
の
研
究
が
提
唱
せ
ら
れ
た
経
緯
に
つ
い 

て
は
、
詳
し
く
存
知
し
な
い
が
、
法
要
に
向
け
て
の
準
備
と
い
う
こ
と
、
と

も

に
「親
鸞
の
信
仰
を
世
俗
に
媒
介
す
る
新
鮮
な
生
き
た
教 

学
の
出
現
が
要
請
せ
ら
れ
て
い
た
」
と
い
う
事
情
が
、
そ
こ
に
は
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
曾
我
量
深
先
生
が
、
不
朽
の
名
著
『
歎
異
抄
聴 

記
』
を
、
安
居
の
本
講
と
し
て
講
義
せ
ら
れ
た
の
は
、
昭
和
十
七
年
で
あ
る
が
、
先
生
は
そ
こ
で
、
蓮
如
に
よ
る
真
宗
再
興
に
つ
い
て
、
 

そ
れ
が
『
歎
異
抄
』
に
表
わ
さ
れ
た
歎
異
の
精
神
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
偏
え
に
二
種
深
信
と
し
て
表
明
さ
れ
る
信
心
の
純
潔 

性
の
開
顕
に
よ
る
こ
と
を
、
激
し
い
情
熱
を
も
っ
て
教
示
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
四
百
五
十
年
の
歴
史
の
隔
り
を
超
え
て
、
蓮
如 

の
背
負
っ
た
課
題
を
、
 

改
め
て
再
確
認
し' 

真
宗
再
興
の
使
命
を
背
負
っ
て
立
ち
上
る
こ
と
を
迫
る
、
教
団
、
更
に
は
国
家
・
社
会
全
体 

の
危
機
的
情
況
が
あ
っ
た
こ
と
を
思
う
。

稲
葉
先
生
の
本
書
も
、
「蓮
如
ほ
ど
、
時
代
の
苦
悶
と
課
題
を
自
分
の
も
の
と
し
て
、

親
鸞
的 

体
験
に
媒
介
し
、
信
仰
を
世
俗
に
媒
介
す
る
も
の
と
し
て
の
教
学
の
本
質
を
明
ら
か
に
せ
ら
れ
た
方
は
な
い
」
と
い
う
視
点
に
立
脚
し
て
、
 

そ
の
こ
と
を
追
体
験
す
る
志
願
の
も
と
に
、
教

学
(

救
済
論)

と

教

団(

生
活
論)

の
両
面
に
わ
た
り' 

克
明
に
そ
の
内
実
を
追
求
し
、
 

明
晰
な
論
理
と
流
麗
な
筆
致
で
も
っ
て
解
明
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
以
下
、
本
書
の
内
容
に
従
っ
て
、
そ
の
要
旨
の
あ
ら
ま
し
を
辿
り
な 

が
ら
、
先
生
の
学
風
の
一
端
を
窺
い
、
学
恩
を
偲
ぶ
縁
と
し
た
い
。

㈠

本
書
は
、
第
一
篇
総
論
、
第
二
篇
救
済
論
、
第
三
篇
生
活
論
の
三
部
に
よ
っ
て
構
成
せ
ら
れ
て
い
る
。
第
一
篇
総
論
で
は
、
蓮
如
教
学 

の
性
格(
第
一
章)

と
蓮
如
の
人
生
観(
第
二
章)

に
つ
い
て
論
述
さ
れ
て
い
る
が
、
蓮

如
の
『
御
文
』
は
、
時
代
相
応
の
教
学
を
目
指
し
た 

も
の
と
し
て
、
室
町
時
代
の
精
神
を
離
れ
て
み
る
べ
き
で
な
く
、
そ
こ
に
時
代
を
超
え
て
妥
当
す
る
宗
教
的
真
実
を
開
顕
せ
ら
れ
た
親
鸞



の
教
学
と
異
っ
た
独
自
性
を
認
証
す
べ
き
こ
と
が
指
摘
せ
ら
れ
て
い
る
。
蓮
如
の
報
恩
称
名
も
、
法
然
の
称
名
念
仏
、
親
鸞
の
信
心
正
因 

の
伝
統
に
基
づ
い
て
、
念
仏
往
生
の
具
体
相
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
獲
信
の
歓
び
に
お
け
る
知
恩
報
徳
の
至
情
が
自
づ
か
ら 

「
い
さ
み
の
念
仏
」
と
な
っ
て
発
露
す
る
こ
と
を
力
説
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
教
条
主
義
的
に
捉
え
ら
れ
て
よ
い
も
の
で
は
決
し
て
な 

い
。
本
書
に
お
い
て
は
、
そ
の
こ
と
が
第
二
篇
以
下
に
お
い
て
詳
細
に
論
述
さ
れ
て
い
る
。

第
二
篇
救
済
論
は
、
蓮
如
の
名
号
観(
第
一
章)

、
蓮
如
の
信
心
論(
第
二
章)' 

他
力
信
仰
の
自
覚(
第
三
章)

に
つ
い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。
 

蓮
如
の
根
本
的
立
場
は
、
親
鸞
の
願
成
就
文
を
立
脚
点
と
す
る
真
実
信
心
の
開
顕
を
伝
承
し
、
民
衆
の
生
き
る
力
と
し
て
徹
底
す
る
と
こ 

ろ
に
あ
る
が
、
先
生
は
そ
れ
に
つ
い
て
、
信
心
正
因
・
称
名
報
恩
の
教
権
的
基
礎
を
確
立
し
た
覚
如
の
教
学
の
影
響
に
よ
る
と
と
も
に
、
 

当
時
に
お
け
る
口
称
念
仏
の
絶
対
化
に
対
す
る
厳
正
な
批
判
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
い
う
二
点
を
指
摘
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
、
 

「願
成
就
文
の
註
釈
書
と
い
っ
て
決
し
て
過
言
で
は
な
い
」
『
御
文
』
の
課
題
は
、

善
導
の
六
字
釈
に
よ
る
名
号
の
意
義
の
開
顕
と' 

そ 

れ
に
よ
っ
て
開
示
さ
れ
る
信
心
の
内
面
的
構
造
の
解
明
と
い
う
、
行
信
論
に
集
約
さ
れ
る
こ
と'

な
る
。
蓮
如
の
名
号
論
の
基
本
的
立
場 

は
、

「直
接
的
に
は
、
行
巻
に
明
か
さ
れ
た
宗
祖
の
解
釈
に
基
づ
く
が
、
蓮
如
は
常
に
親
鸞
的
体
験
を
あ
ら
わ
す
の
に
、
法
然
の
表
現
形 

式
を
用
い
ら
れ
た
」
と
こ
ろ
に
、

そ
の
特
色
が
あ
る
。

そ
こ
で
は
親
鸞
の
関
東
に
お
け
る
伝
道
教
化
も
、
『
歎
異
抄
』
第
二
条
に
窺
わ
れ 

る
よ
う
に
、
主
と
し
て
、

一
筋
に
念
仏
往
生
の
道
を
説
き
示
さ
れ
た
法
然
の
師
教
の
伝
達
に
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
想
い
合
わ 

さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
そ
こ
に
は
、
次
の
よ
う
な
注
目
す
べ
き
相
違
点
の
あ
る
こ
と
が
、
指
摘
せ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
 

法
然
が
偏
依
善
導
一
師
を
標
榜
し
、
そ
の
教
学
の
基
盤
を
善
導
教
学
に
置
か
れ
た
の
と
、
蓮
如
が
特
に
名
号
の
意
義
を
明
ら
か
に 

す
る
為
に
、
 

善
導
の
六
字
釈
を
と
り
あ
げ
ら
れ
た
の
と
は' 

必
ず
し
も
同
じ
意
味
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
蓮

如

は

「雑 

行
を
す
て
、
後
生
た
す
け
た
ま
へ
と
一
心
に
弥
陀
を
た
の
め
」
と
、
 

善

導,

法
然
の
捨
雑
帰
正
の
廃
立
を
説
く
形
式
を
用
い
ら
れ
る 

が
、
法
然
の
場
合
、
雑
行
に
対
す
る
正
行
は
常
に
念
仏
で
あ
る
の
に
対
し
、
蓮
如
の
場
合
は' 

後
生
た
す
け
た
ま
へ
と
一
心
に
弥
陀 

を
た
の
む
一
念
の
信
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
親
鸞
の
信
仰
体
験
が
明
確
に
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
。
故
に
蓮
如
の
六
字
釈
も
ま
た
、 

善
導



の
六
字
釈
と
同
一
で
は
な
く
、
そ
の
間
、
法
然
・
親
鸞
を
通
し
て
展
開
し
た
独
自
の
特
色
を
も
っ
こ
と
を
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
 

本
書
で
は
、
善

導

・
法
然
・
親
鸞
の
独
自
な
六
字
釈
に
つ
い
て
詳
説
し
た
上
で
、
蓮
如
の
六
字
釈
は
、
衆
生
に
お
け
る
帰
依
の
信
仰
表
現 

で
あ
る
南
無
と
、
如
来
の
救
済
意
志
の
表
現
で
あ
る
発
願
回
向
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
そ
こ
に
機
法
一
体
論
を
説
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を 

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
、
蓮
如
の
六
字
釈
は
「南
無
の
解
釈
に
お
い
て
善
導
に
近
く
、
発
願
回
向
に
つ
い
て
は
親
鸞 

に
近
い
」
点
に' 

そ
の
独
自
性
が
み
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
機
法
一
体
論
を
特
質
と
す
る
蓮
如
の
名
号
論
に
つ
い
て' 

そ
の 

思
想
の
淵
源
が
『
安
心
決
定
鈔
』
に
あ
る
こ
と
は
、
常
に
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
先
生
は
そ
れ
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
注
意
を 

与
え
ら
れ
て
い
る
。
『
安
心
決
定
鈔
』 

に
み
ら
れ
る
、
主
体
的
体
験
を
無
視
し
た
十
劫
安
心
の
異
端
思
想
を
孕
む
よ
う
な
超
越
的
観
念
論 

は
、
覚
如
・
存
覚
を
経
て
蓮
如
に
到
る
思
想
的
伝
統
に
お
い
て
、
真
宗
的
に
内
面
化
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
所
帰
の
法
が
能
帰
の
信
の
上
に 

成
就
す
る
関
係
を
、
六
字
釈
の
上
に
機
法
一
体
と
し
て
明
証
し
た
蓮
如
の
立
場
は
、
覚

如

・
存
覚
の
伝
統
に
基
づ
き
つ
つ
も
、
必
ず
し
も 

そ
れ
と
一
つ
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
。
蓮
如
が
常
に
注
意
し
た
の
は
、
十
劫
安
心
の
如
き
異
義
を
生
じ
、
信
仰
体
験
を
常
に
主
体
的
立
場 

に
お
い
て
語
り
、
た
の
む
機
と
離
れ
た
た
す
く
る
法
を
観
念
的
に
思
惟
す
る
立
場
を
、
き
び
し
く
誡
め
る
と
こ
ろ
に
あ
る
、
と
。
 

こ
の
指
摘
は
重
要
で
あ
る
と
思
う
。
蓮
如
が
『
安
心
決
定
鈔
』
を
尊
重
し
た
こ
と
は
余
り
に
も
有
名
で
あ
る
が' 

徹
底
し
た
現
実
感
覚 

を
も
っ
た
実
践
的
宗
教
家
と
し
て
の
蓮
如
は' 

決
し
て
そ
れ
に
全
面
的
に
信
服
し
た
の
で
は
な
く'

そ
の
思
弁
的
観
念
論
に
対
し
て
は
厳 

正
な
批
判
を
加
え
る
こ
と
を
決
し
て
忘
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

第
二
章
の
信
心
論
で
は
、
 

名
号
念
持
を
も
っ
て
教
学
の
中
心
課
題
と
さ
れ
た
蓮
如
教
学
の
特
質
に
つ
い
て' 

詳
細
に
論
証
さ
れ
て
い
る. 

蓮
如
に
お
け
る
他
力
信
仰
の
表
現
は
、

「後
生
た
す
け
た
ま
へ
と
弥
陀
を
た
の
む
」

と
い
う
簡
明
直
截
な
命
題
を
も
っ
て
示
さ
れ
る
。

こ 

の
表
現
は' 

一
般
に
蓮
如
の
独
創
と
さ
れ
て
い
る
が
、
本
書
に
お
い
て
は
、
事
実
は
そ
う
で
な
く
、
日
本
浄
土
信
仰
の
歴
史
的
表
現
で
あ 

る
こ
と
を' 

次
の
点
か
ら
論
証
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
源
信
の
『
往
生
要
集
』(
第
四
大
門
正
修
念
仏
門)

に
、
別
時
念
仏
の
臨 

終
行
儀
を
明
か
す
に
当
っ
て
、

「仏
引
摂
し
給
え
南
無
阿
弥
陀
仏
」

と
念
ず
べ
き
こ
と
が
教
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
上
に
源
流
を
見
出
し



う
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
法
然
の
時
代
に
は
一
般
化
し
、
む
し
ろ
時
代
の
浄
土
信
仰
を
な
す
有
力
な
言
葉
と
な
り' 

殊
に
法
然
門
下
の 

鎮
西
義
に
お
い
て
、
心
存
助
給
口
称
南
無
の
提
唱
に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
た
こ
と
を
注
意
し
、
蓮
如
は
そ
の
時
代
の
言
葉
を
そ
の
ま
ゝ
受
容 

し
な
が
ら
、
そ
の
内
容
に
親
鸞
的
体
験
の
内
実
を
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
指
摘
せ
ら
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
蓮
如
は
、

「た
す
け
た
ま
え
」

の
表
現
に
示
さ
れ
る
、
戦
国
乱
世
の
社
会
的
不
安
，
危
機
に
お
び
え
戦
く
当
時
の
民
衆
の
宗 

教
的
要
求
を
媒
介
と
し
、
民
衆
の
言
葉
を
依
用
し
つ
ゝ
、
親
鸞
的
体
験
を
時
代
に
生
か
す
こ
と
に' 

終
生
の
努
力
を
捧
げ
ら
れ
た
。
そ
の 

場

合

「仏
助
け
た
ま
え
と
た
の
む
」
こ
と
は
、
単
に
我
々
の
宗
教
的
要
求
と
し
て
た
の
む
の
で
は
な
く
て
、
あ
く
ま
で
も
如
来
の
本
願
招 

喚
の
勅
命
に
媒
介
さ
れ
た
信
順
の
心
で
あ
る
こ
と
を
解
明
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
如
来
の
本
願
力
に
乗
托
し
て
生
き 

る
こ
と
を
根
本
と
す
る
信
心
正
因
の
立
場
は
、
そ
の
獲
信
に
お
け
る
宿
善
開
発
に
対
す
る
深
甚
の
謝
念
か
ら
、
自
づ
か
ら
称
名
報
恩
と
し 

て
展
開
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
証
す
る
こ
と
が
、
真
宗
教
学
顕
正
の
偉
業
と
し
て
果
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
な 

ら
ば
、
そ
こ
に
『
教
行
信
証
』
の

「信
巻
」
に
示
さ
れ
た
現
生
十
種
の
益
に
お
い
て
、
知
恩
報
徳
と
常
行
大
悲
が
正
定
聚
不
退
転
の
具
体 

的
な
内
容
を
表
わ
す
も
の
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
、
蓮
如
に
お
い
て
継
承
せ
ら
れ
展
開
さ
れ
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
了
解
で
き 

る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

本
書
で
は
、
そ

の

「
た
の
む
」
の
意
義
に
関
す
る
伝
統
的
宗
学
の
解
釈
に
つ
き
詳
細
に
論
述
し
、
そ
こ
か
ら
、
蓮
如
の
場
合
は
、
殊
に 

如
来
の
超
世
希
有
の
能
力
が
宗
教
的
主
体
と
し
て
の
機
を
衝
き
動
か
し
、
発
動
し
て
く
る
機
の
自
発
性
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
を 

論
証
せ
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
関
し
て
、
こ
ゝ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
と
思
う
の
は
、
親
溝
の
著
作
に
み
ら
れ
る
「
た
の
む
」
の
語
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
『
教 

行
信
証
』
の

「行
巻
」
に
明
か
さ
れ
た
名
号
釈
に
は'

帰
命
に
帰
悦
帰
税
の
熟
語
を
あ
げ
て
、
「
ヨ
リ
タ
ノ
ム
ナ
リ
ゝ
ヨ
リ
カ
カ
ル
ナ
リ
」 

と
左
訓
さ
れ
て
お
り
、
更
に
他
力
釈
に
は
「斯
の
行
信
に
帰
命
す
れ
ば
摂
取
し
て
捨
て
た
ま
わ
ざ
る
故
に
阿
弥
陀
仏
と
名
づ
た
て
ま
つ
る
」 

と
い
う
領
解
に
つ
い
て
、

「仰
い
で
斯
を
憑
む
べ
し
専
ら
斯
を
行
ず
べ
き
な
り
」
と
結
ば
れ
て
い
る
。

蓮

如

が

「
た
の
む
」
と
表
わ
し
た



も
の
は
。

そ
れ
と
別
の
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
、

そ
し
て
最
晩
年
の
法
語
で
あ
る
，
『
獲
得
名
号
自
然
法
爾
』
の
上
に
も
、
「南
無
阿
弥 

陀
仏
と
た
の
ま
せ
た
ま
ひ
て
迎
へ
ん
と
計
ら
は
せ
た
ま
ひ
た
る
に
よ
り
て
」
と
い
う
言
い
方
が
、
唯
一
回
で
は
あ
る
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
 

し
か
も
そ
れ
は
法
然
か
ら
聞
き
習
う
た
こ
と
ゝ
し
て
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
親
鸞
の
場
合' 

そ

れ

は

「
た
の
ま
せ
た
ま
ひ
て
」
と
あ
る
よ
う 

に
、
帰
命
の
心
そ
れ
自
体
が
如
来
回
向
の
心
で
あ
る
ご
と
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
蓮
如
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
ま
さ
し
く
衆 

生
の
上
に
成
就
し
、
衆
生
が
そ
れ
に
感
動
し
応
答
す
る
心
と
し
て
表
わ
さ
れ
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
故
に
そ
れ
は
、
『
歎
異
抄
』 

の
語
る
「念
仏
も
う
さ
ん
と
お
も
い
た
っ
こ
、
ろ
」
と
別
な
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

第
三
章
他
力
信
仰
の
自
覚
に
お
い
て
は
、
蓮
如
に
お
い
て
説
か
れ
た
仏
凡
一
体
論
は
、
存
覚
の
『
六
要
鈔
』
と

『
真
要
鈔
』
、
殊
に
後
者 

の
伝
統
を
承
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し' 

仏
心
と
凡
心
に
関
す
る
宗
学
の
解
釈
に
基
づ
き
な
が
ら
、
そ
の
絶
対
矛
盾
の
弁
証
法
的 

統
一
は' 

凡
心
の
自
覚
の
深
ま
り
に
お
い
て
、
そ
れ
を
否
定
契
機
と
し
て
仏
心
の
全
現
が
自
覚
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
あ
り
、
そ
れ
を
他
に
し 

て
は
あ
り
得
な
い
こ
と
が
論
証
せ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
仏
凡
一
体
と
機
法
一
体
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
不
明
瞭
な
点
が
多
く
、
通 

常
同
義
語
と
し
て
解
釈
さ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
本
書
で
は
そ
れ
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

仏
凡
一
体
は
、
衆
生
の
わ
ろ
き
心
・
造
悪
不
善
の
心
に
よ
っ
て
は
、
成
仏
得
道
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
徹
底
し
た
自
己
否
定
を
通
し 

て
、
如
来
の
よ
き
心
・
仏
智
こ
そ
が
、
貪
瞋
煩
悩
の
凡
心
を
弥
陀
た
の
む
一
念
の
浄
信
た
ら
し
め
る
唯
一
の
は
た
ら
き
で
あ
る
こ
と
を
示 

し
た
も
の
で
あ
り
、
 

そ

れ

が

「行
者
の
わ
ろ
き
心
を
如
来
の
よ
き
御
心
と
同
じ
も
の
に
な
し
た
も
う
」
こ
と
で
あ
る
。
 

機
法
一
体
が
凡
夫
往
生
の
理
由
を
示
す
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
仏
凡
一
体
は
凡
夫
成
仏
の
事
由
を
表
わ
す
も
の
と
い
え
る
。
そ
の
点 

か
ら
、
機
法
一
体
は
仏
凡
一
体
を
俟
っ
て
具
体
化
さ
れ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
両
者
は
相
資
相
成
し
て
、
他
力
回
向
の
信
心
を
明
ら
か 

に
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
名
号
の
六
字
は
形
而
上
的
超
越
的
に
機
法
一
体
の
成
就
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
真
に
超
越
的
な
も 

の
は
常
に
内
在
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
所
聞
の
名
号
は
常
に
能
聞
の
信
と
な
っ
て
働
き
、
造
悪
不
善
の
凡
心
の
心
の
中
に
こ
そ' 

仏 

心
の
働
き
が
感
じ
と
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
機
法
一
体
が
仏
凡
ー
体
を
成
ず
る
相
が
あ
る
。



そ
れ
と
と
も
に
、
超
越
的
名
号
が
内
在
的
信
心
と
な
っ
て
、
仏
心
が
凡
心
を
同
化
す
る
故
、
機
に
お
い
て
は
後
生
た
す
け
た
ま
え
と
た 

の
む
一
念
の
信
心
の
発
起
と
な
り
、
そ
の
信
心
に
お
い
て
摂
取
不
捨
の
願
力
を
感
ず
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
仏
凡
一
体
が
機
法
一
体
を 

資
け
る
相
が
あ
る
。

そ
の
点
に
お
い
て' 

機
法
一
体
は
、
た
の
む
機
か
ら
も
、
た
す
く
る
法
か
ら
も
一
体
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
仏 

凡
一
体
は
必
ず
機
の
側
に
つ
い
て
表
わ
さ
れ
る
と
い
う
区
別
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
機
法
一
体
に
成
就
せ
ら
れ
た
願
心
を
、
機
法
一
体
の 

ま
ゝ
に
信
受
す
る
と
こ
ろ
に
、
仏
凡
一
体
が
あ
る
。
仏
凡
一
体
の
自
覚
、
そ
れ
こ
そ
が
仏
心
の
最
も
主
体
的
な
体
験
で
あ
り
、
そ
の
内
面 

的
自
覚
的
構
造
を
示
す
も
の
が
、
 

二
種
深
信
に
他
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

『
御
文
』
に
は
、

二
種
深
信
の
用
語
を
用
い
た
り
、

善

導

の

『
散
善
義
』
の
文
を
引
用
す
る
こ
と
は
み
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
「
阿
弥 

陀
如
来
の
お
お
せ
ら
れ
け
る
よ
う
は
、
末
代
の
凡
夫
、
罪
業
の
わ
れ
ら
た
ら
ん
も
の
、

つ
み
は
い
か
ほ
ど
ふ
か
く
と
も
、
わ
れ
を
一
心
に 

た
の
ま
ん
衆
生
を
ば
、

か
な
ら
ず
す
く
う
べ
し
と
お
お
せ
ら
れ
た
り
」(

四
ノ
九)

「
た
だ
わ
が
身
は
つ
み
ふ
か
き
、

あ
さ
ま
し
き
も
の
な 

り
と
お
も
い
と
り
て' 

か
か
る
機
ま
で
も
た
す
け
た
ま
え
る
ほ
と
け
は
、
阿
弥
陀
如
来
ば
か
り
な
り
と
し
り
て
」(

五
ノ
ー
ニ)

と
い
う
の 

は
、
明
ら
か
に
蓮
如
に
よ
っ
て
表
明
さ
れ
た
二
種
深
信
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
注
意
さ
れ
る
の
は
、
蓮
如
の
場
合
「猟
漁
り
の
御
文
」 

の
よ
う
に
、
機
の
真
実
性
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
特
に
具
体
的
現
実
に
即
し
て
表
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
と
と
も
に
、
そ
れ
を 

人
生
一
般
即
ち
自
己
の
立
つ
世
界
に
転
じ
て
、

所
謂
無
常
観
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
『
歎
異
抄
』
後
序
に
識
さ
れ 

た
深
信
の
祖
語
と
還
愚
の
祖
語
の
関
係
に
お
い
て
も
窺
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
が' 

蓮
如
の
場
合
、
そ
れ
は
極
め
て
現
実
的
状
況
に
即
し
て 

表
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

本
書
で
は
、
そ
れ
に
関
連
し
て
、
機
の
深
信
自
力
説
、
獲
信
の
因
縁
に
つ
い
て
の
五
重
の
義
に
関
す
る
宗
学
的
解
釈
を
詳
細
に
考
証
さ 

れ
て
い
る
。
『
御
文
』(

ニ
ノ 

ー
ー)

に
獲
信
の
因
縁
と
し
て
説
か
れ
た
、
 

宿

善

・
善
知
識
・
光
明
・
信

心

・
名
号
の
五
重
の
義
は
、
『
教
行 

信
証
』
の

「行
巻
」
に
展
開
せ
ら
れ
た
両
重
因
縁
説
に
ま
で
遡
る
も
の
で
あ
る
が
、
直
接
的
に
は
覚
如
の
『
口
伝
鈔
』
、
存
覚
の
『
浄
土
見



聞
集
』
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
を
継
承
す
る
蓮
如
の
場
合
、
宿
善
の
有
無
、
善
知
識
へ
の
値
遇
は
、
殊
に
教
化
に
お
け
る
客
観 

的
条
件
と
し
て
考
慮
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
十
劫
安
心
と
善
知
識
だ
の
み
の
異
義
の
破
斥
と
い
う
意
図
が' 

そ
の
背
景
に
あ
っ 

た
こ
と
を
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

㈡

第
三
篇
生
活
篇
は
、
宗
教
と
倫
理
の
問
題
を
、
学
問
的
課
題
の
一
つ
と
し
て
背
負
わ
れ
た
先
生
の
学
問
・
思
想
・
信
仰
が
、
最
も
よ
く 

発
揮
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
内

容

は

「信
仰
生
活
の
表
現
」
と

「社
会
生
活
」
に
よ
っ
て
構
成
せ
ら
れ
て
い
る
。
第

一

章

「信 

仰
生
活
の
表
現
」
に
つ
い
て
は
、㈠

救
済
者
で
あ
る
如
来
と
の
関
係
に
あ
ら
わ
れ
る
縦
の
生
活
表
現
と' 
㈡

一
般
世
俗
と
の
関
係
に
あ
ら 

わ
れ
る
横
の
生
活
表
現
が
考
え
ら
れ
る
と
し
て
、
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
論
証
せ
ら
れ
て
い
る
。

如
来
の
救
済
は
、
衆
生
に
お
け
る
回
心
と
し
て
成
就
す
る
が
、
蓮
如
は
一
念
帰
命
の
信
心
に
つ
い
て
、
明
確
な
自
覚
を
認
め
て
い
た
。
 

そ
れ
は' 

信
心
獲
得
，
信
心
発
起
と
い
う
信
の
出
来
事
を
語
る
の
に
、

「
ひ
と
た
び
」

の
語
を
多
く
依
用
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
れ 

る
。
親
鸞
は' 

救
済
の
確
実
性
と
そ
の
現
実
的
自
覚
を
現
生
正
定
聚
論
と
し
て
開
顕
し
た
が
、
そ
れ
を
承
け
て
、
蓮
如
は
、
正
定
聚
と
滅 

度
に
つ
い
て' 

平
生
業
成
と
い
う
こ
と
を
も
っ
て
正
定
聚
の
意
義
を
高
調
し
た
。
平
生
業
成
の
思
想
は
、
覚
如
の
『
改
邪
鈔
』
に
始
ま
り
、
 

存
覚
の
『
真
要
鈔
』
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
そ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、
平
生
業
成
説
の
重
点
は
、
彼
土
の
益
と 

し
て
の
滅
度
に
あ
り
、
現
実
的
救
済
よ
り
も
未
来
的
救
済
の
性
格
を
多
分
に
秘
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
蓮
如
が
後
生
の
語
を
来
世
の
意 

味
で
頻
繁
に
用
い
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
は
多
分
に
未
来
主
義
の
傾
向
が
み
ら
れ
、
そ
の
点
に
お
い
て
、
覚
如
・
蓮
如
の
二
師
の
思
想
は
、
親 

鸞
の
そ
れ
と
や
ゝ
異
る
性
格
を
も
っ
こ
と
は
否
め
な
い
。
そ
こ
に
は
時
代
の
も
つ
歴
史
的
必
然
性
が
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で 

あ
ろ
う
。

親
鸞
の
場
合
、
滅
度
は
住
正
定
聚
と
い
う
自
証
の
内
面
に' 

必
至
滅
度
の
確
信
と
し
て
開
か
れ
る
も
の
で
あ
り
、
現
実
的
救
済
は
現
生 

に
お
け
る
正
定
聚
不
退
転
の
と
こ
ろ
に
お
い
て
、
す
で
に
成
就
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
覚
如
に
お
い
て' 

正
定
聚
と
滅
度
が
不
体



失
往
生
と
体
失
往
生
の
関
係
と
し
て
、
対
立
的
に
捉
え
ら
れ' 

截
然
と
し
た
二
益
思
想
を
も
っ
て
表
わ
さ
れ
る
に
至
り
、
そ
れ
が
蓮
如
に 

ま
で
継
承
さ
れ
る
に
至
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
本
書
に
お
い
て
も
覚
如
・
存

覚

・
蓮
如
の
立
場
は
、
親
鸞
の
現
実
的
な
救
済
観
を
平
面
化
し 

未
来
主
義
的
色
彩
を
強
め
た
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
た
だ
そ
れ
に
つ
い
て
は
慎
重
な
吟
味
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
、
次
の
よ 

う
に
総
括
さ
れ
て
い
る
。
蓮
如
の
立
場
は
、
親
鸞
の
教
学
を
逆
転
せ
し
め
た
も
の
と
す
る
一
般
的
な
了
解
は
、
必
ず
し
も
妥
当
な
見
解
で 

は
な
い
。
蓮
如
の
教
学
が
、
親
鸞
に
還
る
こ
と
を
そ
の
主
動
的
傾
向
と
し
て
も
ち
っ
ゝ
、
他
面
に
お
い
て
真
宗
教
学
の
基
礎
を
固
定
し
た 

覚
如
・
存
覚
の
影
響
を
受
け
た
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が' 

そ
れ
と
と
も
に
室
町
期
の
不
安
な
社
会
に
お
け
る
民
衆
の
切
実
な
願
い
と
、
そ 

の
願
い
に
対
応
し
て
い
っ
た
蓮
如
の
上
に
は
、
人
間
の
思
想
が
歴
史
に
依
っ
て
作
ら
れ
る
と
い
う
側
面
の
あ
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら 

な
い
。
む
し
ろ
、
臨
終
来
迎
が
重
視
さ
れ
た
時
代
に
お
い
て' 

平
生
業
成
を
積
極
的
に
主
張
し
、
滔
々
た
る
未
来
信
仰
の
流
行
す
る
中
に. 

親
鸞
の
現
実
的
救
済
を
高
調
せ
ら
れ
た
労
苦
を
こ
そ' 

謙
虚
に
評
価
す
べ
き
で
あ
る
と
。

蓮
如
の
発
揮
説
と
さ
れ
る
も
の
に
、

報
恩
称
名
が
あ
る
。

報
恩
称
名
の
思
想
は
、
『
御
文
』
の
全
体
を
通
じ
て
常
に
表
わ
さ
れ
て
い
る 

も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
そ
の
獲
得
が
至
難
で
あ
る
一
念
帰
命
・
平
生
業
成
の
確
信
を
賜
わ
っ
た
こ
と
の
慶
び
か
ら
来
る
当
然
の
帰
結 

で
あ
る
。
そ
の
伝
統
は
、
親
鸞
の
現
生
十
益
に
説
か
れ
た
知
恩
報
徳
、
常
行
大
悲
の
益
に
淵
源
す
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、 

殊
に
明
ら
か
に 

平
生
業
成
を
創
唱
さ
れ
た
覚
如
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち' 

親
鸞
に
あ
っ
て
は' 

称
名
念
仏
は
殊
更
に
報
恩
行
と
し
て
限
定
さ 

れ
る
こ
と
は
な
く
、
往
生
の
大
行
と
し
て
救
済
の
因
を
そ
こ
に
見
出
さ
れ
た
が
、
蓮
如
に
お
い
て
は
、
正
定
業
の
念
仏
な
る
が
故
に
、
そ 

れ
は
報
恩
の
念
仏
に
な
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を' 

冥
加
の
思
想
と
と
も
に
極
め
て
積
極
的
に
強
調
せ
ら
れ
た
。
そ
れ
が
親
鸞
の
称
名 

正
定
業
の
立
場
を
否
定
し
た
も
の
で
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
意
味
を
、
念
仏
の
信
者
に
回
向
せ
ら
れ
た
使
命
感
と 

し
て
、
更
に
積
極
的
能
動
的
に
展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
了
解
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

第

二

章

「社
会
生
活
」
は
、
 

教
団
・
教
化
論
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
稲
葉
先
生
の
本
領
が
も
っ
と
も
よ
く
表
わ
さ
れ
て
い
る
と
こ 

ろ
で
あ
る
と
い
え
る
。



お
よ
そ
教
団
は
、
信
仰
を
紐
帯
と
す
る
協
同
体
で
あ
り
、
如
来
の
教
団
と
し
て
御
同
朋
御
同
行
の
世
界
を
開
く
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら 

な
い
。
そ
こ
で
は
自
信
教
人
信
と
い
う
宗
教
的
実
践
を
通
し
て
、
信
仰
を
世
俗
に
媒
介
す
る
媒
介
契
機
と
し
て
の
生
き
た
教
学
の
確
立
が 

要
請
せ
ら
れ
る
。
も
し
教
学
が
な
け
れ
ば
、
教
団
と
雖
も
世
俗
的
団
体
へ
の
堕
落
の
危
機
を
常
に
孕
む
も
の
と
な
り
、
教
団
の
自
己
目
的 

化
と
い
う
状
態
に
顚
落
し
て
ゆ
か
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
、
な
り
か
ね
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、
晩
年
に
お
け
る
山
科
本
願
寺
建
立
に
よ
っ
て 

本
願
寺
中
心
の
教
団
化
を
辿
っ
た
蓮
如
自
身
が
、
 

最
も
よ
く
知
悉
し
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
蓮
如
に
は' 

世
間
と
闘
う
姿
勢
は
殆
ん
ど 

見
ら
れ
ず
、
あ
く
ま
で
も
内
心
に
深
く
仏
法
を
蓄
え
外
相
に
は
王
法
を
本
と
せ
よ
と
教
え
、
世
間
と
の
摩
擦-

相
尅
を
極
力
抑
制
し
、
自 

ら
の
内
面
生
活
に
お
い
て
信
仰
の
本
質
に
徹
底
す
べ
き
こ
と
を
諭
し
て
い
る
。
そ
の
精
神
を
示
す
捷
は' 

三
ヶ
条:

ハ
ケ
条
・
ハ
ヶ
条
等
、
 

種
々
の
内
容
を
も
っ
て
お
り
、
神
祇
崇
拝
に
立
脚
す
る
権
力
者
や
社
会
的
風
俗
と
の
妥
協
が
窺
わ
れ
る
が
、
法
然
が
叡
山
か
ら
の
弾
圧
に 

対
応
し
て
七
箇
条
制
誡
を
掲
げ
た
よ
う
に
、
そ
こ
に
は
組
織
的
体
制
を
も
つ
に
至
っ
た
念
仏
教
団
に
対
す
る
蓮
如
の
深
い
配
慮
が
あ
っ
た 

こ
と
を
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
真
宗
教
団
人
の
し
る
し
で
あ
る
捷
ほ
、
教
団
人
が
神
道
・
聖
道
門
な
ど' 

他
の
宗
教
に
対
す
る
態
度
を 

規
定
す
る
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
教
団
人
の
社
会
生
活
に
お
け
る
基
本
的
態
度
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
前
者
に
つ
い
て
殊
に
問
題 

に
な
る
の
は
、
本
地
垂
迹
思
想
で
あ
る
。
『
御
文
』
に
お
け
る
本
師
本
仏
思
想
は
、
諸
神
諸
仏
の
本
懐
は
偏
え
に
引
入
願
海
に
あ
る
こ
と
を 

明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
 

そ
の
勧
め
方
は' 
㈠

諸
神
諸
仏
と
も
に
六
字
の
中
に
摂
在
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
軽
視
し
て
は 

な
ら
な
い
と
し
て
、㈡

弥
陀
一
仏
に
帰
す
べ
き
こ
と
を
強
調
す
る
点
に
み
ら
れ
る
。
そ
こ
に
は
徹
底
的
な
真
仮
偽
批
判
を
展
開
、
神
祇
不 

拝
の
立
場
を
表
明
し
た
親
鸞
と
は
異
り
、
諸
宗
と
の
妥
協
的
態
度
が
み
ら
れ
る
こ
と
は
否
定
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
教
団
人
の 

社
会
生
活
に
お
け
る
基
本
的
態
度
を
教
誡
し
た
捷
の
上
に
も
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、㈠

国
法
に
よ
る
守
護
地
頭
を
疎
略
に
し
て
は
な
ら 

な
い
こ
と
、
 
㈡

一
般
道
徳
と
し
て
王
法
為
本
・
仁
義
為
先
を
標
榜
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
そ
こ
に
は
、
蓮
如
の
教
団
に
対
す
る 

細
心
の
配
慮
が
あ
っ
た
こ
と
、
そ
の
苦
心
の
跡
を
思
わ
ず
に
は
お
れ
な
い
。
す
な
わ
ち' 

親
鸞
よ
覚
如
よ
蓮
如
に
よ
る
教
団
体
制
の
確
立 

に
伴
っ
て
、
そ
こ
に
生
活
規
定
の
教
条
化
が
必
要
と
な
る
こ
と
は
不
可
避
的
で
あ
る
が
、
教
条
は
規
範
的
立
場
に
立
ち
っ
ゝ
、
そ
れ
が
究



極
的
に
志
向
す
る
も
の
は
、
そ
う
せ
ず
に
居
れ
な
い
と
い
う
自
発
的
に
し
て
、
し
か
も
法
爾
自
然
の
道
徳
生
活
の
現
成
に
あ
る
。
そ
こ
に 

求
め
ら
れ
る
宗
教
生
活
に
お
け
る
倫
理
の
二
重
性
に
つ
い
て' 

本
書
で
は
『
無
量
寿
経
』
の
悲
化
段
に
基
づ
い
て' 

次
の
よ
う
に
論
証
せ 

ら
れ
て
い
る
。
第
十
八
願
に
つ
い
て
三
信
十
念
は
弥
陀
の
招
喚
を
表
わ
し
、
唯
除
の
文
は
釈
尊
の
発
遣
を
顕
わ
す
と
い
う
の
が
、
基
本
的 

な
了
解
で
あ
る
。

前
者
の
摂
取
の
願
心
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
が
、
『
無
量
寿
経
』
で
は
上
巻
に
説
か
れ
た
如
来
浄
土
の
因
果
と
、

下
巻 

の
前
半
に
示
さ
れ
た
衆
生
往
生
の
因
果
で
あ
り
、
そ
れ
に
基
づ
く
後
者
の
釈
尊
の
悲
化
を
顕
わ
す
も
の
が' 

下
巻
の
後
半
に
開
か
れ
た
悲 

化

段

・
智
恵
段
で
あ
る
こ
と
も
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
宗
教
生
活
に
お
け
る
倫
理
の
二
重
性
は
、
ま
さ
し
く
そ
の
悲
化
段
に
お
い
て
示 

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち' 

倫
理
か
ら
宗
教
へ
の
媒
介
性
を
説
く
の
が
三
毒
五
悪
の
教
説
で
あ
り' 

宗
教
か
ら
倫
理
へ
の
媒
介
性 

を
示
す
の
が
自
然
法
爾
の
行
と
し
て
の
五
善
で
あ
る
。
そ
し
て
、
両
者
は
相
互
に
媒
介
し
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
意
義
を
十
全
に
発 

揮
す
る
も
の
と
な
る
。
本
書
に
お
い
て
は
そ
れ
が
、
蓮
如
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
王
法
と
仏
法
の
関
係
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
強
調 

さ
れ
て
い
る
。

む 

す 

び

上
来
、
三
百
頁
を
越
す
大
著
で
あ
る
『
蓮
如
上
人
の
教
学
』
の
粗
雑
な
覚
書
と
い
う
態
で
も
っ
て
、
本
書
の
内
容
の
極
く
一
端
に
つ
い 

て
窺
っ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
私
自
身
が
蓮
如
教
学
の
特
質
に
つ
い
て
、
従
来
、
殆
ん
ど
何
事
を
も
理
解
し
え
て
い
な
い
こ
と
に
よ
る
が
、
 

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
先
生
の
学
風
を
窺
い
、
そ
の
学
恩
を
偲
ぶ
縁
と
し
て
、
敢
て
本
書
を
採
り
あ
げ
た
の
は
、
次
の
よ
う
な
理
由
に 

よ
る
。

一
つ
は
、
始
め
に
記
し
た
よ
う
に
、
本
書
は
、
先
生
が
も
っ
と
も
意
欲
的
で
あ
っ
た
壮
年
期
に
、
そ
の
精
魂
を
傾
け
て
著
わ
さ
れ 

た
優
れ
た
研
究
業
績
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
し
て
、
い
ま
一
つ
は
、
本
書
を
読
み
返
す
こ
と
に
よ
っ
て' 

改
め
て
先
生
か
ら
蓮
如 

教
学
に
つ
い
て
の
御
教
示
を
賜
わ
り
た
い
と
い
う
私
自
身
の
密
や
か
な
願
い
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
今
、
兎
も
角
も
本
書
を
改
め
て
読
み 

終
わ
り
、
そ
れ
と
併
せ
て
他
の
二
三
の
文
献
に
も
眼
を
通
す
機
会
を
恵
ま
れ
、
多
大
の
啓
発
を
蒙
っ
た
こ
と
で
あ
る
。



森
龍
吉
氏
は
『
蓮
如
』
の
は
し
が
き
の
冒
頭
を
、
次
の
よ
う
に
書
き
起
し
て
い
る
。

本
願
寺
教
団
は
数
多
い
既
成
仏
教
教
団
の
な
か
で
今
な
お
活
火
山
で
あ
る
。
近
代
の
一
世
紀
に' 

東
西
両
派
は
近
代
化
と
改
革
を 

め
ぐ
っ
て
、
 

世
人
の
注
目
を
引
く
爆
発
を
交
互
に
く
り
か
え
し
て
き
た
。
そ
の
噴
火
の
な
か
で
、
教

団

は

「親
鸞
教
団
か
、
蓮
如
教 

団
か
」
と
問
わ
れ
る
こ
と
が
た
び
た
び
あ
っ
た
。
そ
れ
ほ
ど
蓮
如
の
存
在
は
教
団
内
で
大
き
く
、
か
つ
重
か
っ
た
。
 

今
世
紀
の
は
じ
め
、
歴
史
学
と
哲
学
が
直
接
親
鸞
に
迫
る
道
を
開
く
ま
で' 

教
団
人
は
開
祖
親
鸞
に
中
興
蓮
如
の
フ
ィ
ル
タ
ー
を 

と
お
し
て
接
す
る
習
慣
を
捨
て
き
れ
な
か
っ
た
。
近
代
以
前
の
蓮
如
は
久
し
く
真
宗
王
国
の
主
宰
者
で
あ
り
、
封
建
教
団
の
シ
ン
ボ 

ル
で
あ
っ
た
。

確
か
に
こ
こ
に
記
さ
れ
た
通
り
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が' 

近
代
の
蓮
如
観
の
大
勢
は
、
そ
の
よ
う
な
蓮
如
に
対
し
て
極
め
て
批
判
的
で 

あ
る
。
蓮
如
は' 

惣
村
を
結
集
し
て
自
立
化
を
は
か
る
農
民
大
衆
を
門
徒
化
し
て
教
団
を
拡
大
し
た
が
、
他
方
王
法
為
本
を
唱
え
て
封
建 

領
主
と
の
摩
擦
の
緩
和
を
は
か
り
、
ま
た
一
門
一
家
を
主
要
門
徒
間
に
配
置
し
て
本
願
寺
中
央
集
権
化
を
は
か
っ
た
と
い
う
の
が' 

歴
史 

学
者
の
一
般
的
な
見
方
で
あ
り
、
親
鸞
に
お
い
て
願
生
道
の
積
極
性
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
「
即
得
往
生=

住
不
退
転
」
の
思 

想
に
対
し
て
、
正
定
聚
と
往
生
を
分
離
し' 

往
生
を
命
終
わ
る
時
、
極
楽
に
生
ま
れ
変
わ
る
時
に
実
現
す
る
と
了
解
し
た
の
は
、
親
鸞
教 

学
か
ら
一
歩
後
退
し
た
も
の
と
考
え
る
他
は
な
い
と
い
う
の
が
、 

大
方
の
教
学
者
の
見
解
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
解
釈
は
、
恐
ら 

く
誤
っ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
の
こ
と
を
否
定
す
る
気
持
ち
は
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
が
、

今
回
、
『
蓮
如
遺
文
』
お
よ 

び
本
書
を
始
め
と
す
る
二
三
の
参
考
文
献
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
改
め
て
考
え
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
 

蓮
如
は' 

時
代
の
民
衆
の
苦
悩
を
身
を
も
っ
て
体
験
し' 

社
会
お
よ
び
教
団
が
体
制
化
し
て
ゆ
く
時
流
に
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
な
く' 

真
に
一
人
の
念
仏
の
信
者
が
生
ま
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
生
き
続
け
た
、
苦
労
人
で
あ
っ
た
。
そ
の
す
べ
て
の
面
に
お
い
て
全
く
異
質
で
あ 

る
こ
と
を
感
じ
な
が
ら
も
、
し
か
も
な
お
、
そ
こ
に
深
く
共
鳴
せ
ず
に
居
れ
な
い
も
の
、
わ
れ
わ
れ
の
魂
を
激
し
く
揺
り
動
か
す
強
靱
な 

精
神
が
そ
こ
に
あ
る
こ
と
に
心
惹
か
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
蓮
如
に
お
い
て
は
、
教
学
も
信
心
と
同
様
、
内
心
に
深
く
蓄
え
ら
れ
る
も
の
で



あ
り
、
称
名
報
恩
と
し
て
は
た
ら
く
信
心
が
い
か
に
人
々
の
上
に
獲
得
さ
れ
て
ゆ
く
か
、
そ
の
筋
道
を
細
心
の
配
慮
を
も
っ
て
、
平
易
に 

力
強
く
説
き
明
か
し
て
ゆ
く
こ
と
、
そ
の-

点
に
向
け
て
す
べ
て
を
燃
焼
し
尽
し
て
ゆ
く
こ
と
こ
そ
が
、
唯
一
の
問
題
で
あ
っ
た
と
い
え 

る
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
端
的
に
い
え
ば
、
『
浄
土
和
讃
』
の
巻
頭
に
掲
げ
ら
れ
た

弥
陀
の
名
号
と
な
え
つ
つ 

信
心
ま
こ
と
に
う
る
ひ
と
は

憶
念
の
心
つ
ね
に
に
し
て

仏
恩
報
ず
る
お
も
い
あ
り

と
い
う
一
首
の
和
讃
の
意
を
、
龍
樹
以
来
、
浄
土
教
の
基
本
的
立
場
と
し
て
伝
統
さ
れ
て
き
た
信
心
正
因
，
称
名
報
恩
と
い
う
標
幟
と
し 

て
掲
げ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
真
宗
再
興
の
志
願
を
人
々
の
胸
底
に
灯
し
続
け
て
い
っ
た
の
が
、
蓮
如
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ 

こ
に
視
座
を
置
い
て
み
る
な
ら
ば
「後
生
た
す
け
た
ま
へ
と
た
の
む
」
と
い
う
、
違
和
感
乃
至
抵
抗
感
を
感
ず
る
言
葉
も' 

生
死
の
一
大 

事
を
如
来
に
全
托
し
て
生
き
る
べ
き
こ
と
を
教
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
生
活
の
上
に
具
現
せ
ら
れ
て
ゆ
く
べ
き
こ
と
を
指
示
す 

る
信
心
正
因
・
称
名
報
恩
の
信
心
こ
そ
は
、
究
極
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
告
げ
ら
れ
た
も
の
と
了
解
出
来
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
点
か
ら 

す
れ
ば
、
蓮
如
の
思
想
的
研
究
は
、
『
御
文
』
と
と
も
に
『
御
一
代
記
聞
書
』
が
重
視
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
本
書
に
お
い
て
解
明
さ
れ
た 

『
教
行
信
証
』
・
『
六
要
鈔
』
等
と
の
関
連
性
は
勿
論
の
こ
と
で
あ
る
が'

『
和
讃
』
・
『
御
消
息
』
等
と
の
対
応
性
に
お
い
て
、

そ
の
特
質 

を
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

稲
葉
先
生
の
学
恩
を
偲
ぶ
意
か
ら' 

先
生
の
『
蓮
如
上
人
の
教
学
』
を
披
閲
す
る
こ
と
に
よ
り
、
御
教
授
頂
い
た
こ
と
多
大
で
あ
る
が
、
 

こ
こ
で
改
め
て
思
う
こ
と
は
先
生
の
学
問
の
厳
密
性
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
す
で
に
先
生
に
と
っ
て
の
処
女
作
の
論
文
で
あ
る
「
カ
ン
ト
の 

図
式
性
に
就
い
て
」
の
上
に
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
原
典
の
忠
実
な
解
読
と
い
う
基
礎
的
訓
練
が' 

そ
の
資
糧
位
と
し
て
あ
る
と
い
う 

べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
 

そ
れ
以
上
に
、
先
生
の
学
問
に
と
っ
て
重
い
比
重
を
占
め
て
い
る
の
が
、
宗
学
院
時
代
に
お
け
る
成
徳
院
住



田
智
見
先
生
の
薫
陶
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
な
い
訳
に
は
い
か
な
い
。
そ
れ
は
、
本
書
に
お
い
て
、
宗
学
に
つ
い
て
の
蘊
蓄
が
余
す
と
こ 

ろ
な
く
駆
使
せ
ら
れ
、
真
宗
学
に
お
け
る
重
要
な
基
本
的
術
語
概
念
に
つ
い
て
的
確
な
解
釈
が
下
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
上
に
表
わ
れ
て
い 

る
。
先
生
は
常
々
、
伝
統
的
宗
学
が
訓
詁
的
学
問
と
し
て
軽
視
さ
れ
無
視
さ
れ
る
こ
と
に
対
し
て
、
厳
し
く
批
判
せ
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
 

綿
密
周
到
な
宗
学
の
宝
庫' 

遺
産
を
謙
虚
に
学
び
、
そ
れ
を
基
礎
と
し
て
真
宗
学
の
上
に
活
用
す
べ
き
こ
と
を
、
絶
え
ず
教
示
せ
ら
れ
た
。
 

そ
れ
は
、
住
田
先
生
が
厳
し
い
自
戒
の
分
を
守
っ
て' 

教
学
の
上
で
中
正
の
立
場
を
貫
徹
せ
ら
れ
た
の
に
対
し
て
、
稲
葉
先
生
の
場
合
に 

は
、
優
れ
た
近
代
的
知
性
の
人
と
し
て' 

現
代
の
課
題
で
あ
る
知
性
と
信
仰
の
問
題
、
信
仰
と
道
徳
の
関
係
に
つ
い
て
の
解
明
を
推
求
す 

る
こ
と
を
通
し
て
、
真
宗
学
を
展
開
し
徹
底
す
る
と
い
う
方
向
が
顕
著
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。

学
生
時
分
、
学
と
し
て
の
真
宗
学
の
意
義
が
容
易
に
判
ら
な
か
っ
た
た
め
、
真
宗
学
は
親
鸞
教
学
の
正
当
性
を
弁
証
す
る
学
で
あ
る
と 

い
う
先
生
の
御
教
示
に
対
し
て
も
、
素
直
に
そ
れ
を
受
容
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
そ
の
こ
と
に
抵
抗
を
感
じ
、
先
生
の
御 

賛
同
を
充
分
に
得
る
こ
と
が
出
来
な
い
ま
ま
で' 

真
宗
学
の
意
義
を
尋
ね
な
が
ら
、
私
は
私
自
身
の
道
を
辿
っ
て
き
た
が
、
そ
の
路
上
に 

お
い
て
、
よ
う
や
く
に
し
て
先
生
の
御
教
示
に
頷
け
る
ま
で
に
至
り
得
た
こ
と
を
思
う
。
そ
し
て
今
、
改
め
て
私
自
身
の
脳
裡
に
去
来
す 

る
の
は' 

真
宗
学
の
近
代
化
と
い
う
こ
と
と
と
も
に' 

近
代
化
と
い
う
こ
と
の
意
味
を
根
源
的
に
問
い
質
す
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
い 

う
こ
と
が
、
こ
れ
か
ら
の
真
宗
学
に
と
っ
て
の
一
つ
の
重
要
な
課
題
と
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
私
は
先
生
の
学 

風
を
真
宗
学
の
近
代
化
と
表
わ
し
た
が
、
先
生
の
立
場
は
む
し
ろ
軽
率
な
近
代
化
と
い
う
こ
と
を
否
定
的
・
批
判
的
に
問
う
こ
と
に
あ
っ 

た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
が
こ
の
貧
し
い
追
悼
文
を
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
先
生
か
ら
改
め
て
頂
戴
し
た
課
題
で
あ 

る
。


